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信
仰
の
合
理
性

─
現
代
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
公
共
性
を
め
ぐ
っ
て

岩
本
潤
一

１　

は
じ
め
に

─

「
現
代
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
と
「
公
共
性
」

　

二
〇
一
二
年
、
知
泉
書
館
か
ら
﹃
現
代
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
公

共
性
﹄
を
刊
行
し
た
。
以
下
、
ま
ず
、
本
書
の
背
景
に
あ
る
著

者
と
し
て
の
問
題
意
識
を
簡
単
に
述
べ
︵
１
︶、
本
書
の
テ
ー
マ

の
一
つ
で
あ
る
生
命
倫
理
の
問
題
と
自
然
法
論
の
関
わ
り
に
触

れ
︵
２
︶、
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
︵
在
位
二
〇
〇
五
-
一
三

年
︶
に
よ
る
、
こ
の
自
然
法
論
の
取
り
上
げ
方
に
つ
い
て
概
観
し

︵
３
︶、
最
後
に
﹁
信
仰
の
合
理
性
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
に
触
れ
る

こ
と
に
し
た
い
︵
４
︶。
短
時
間
で
は
あ
る
が
、
現
代
カ
ト
リ
ッ

ク
神
学
の
一
端
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
うあ。

　

拙
著
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
一
四
年
ま
で
勤
務
し
た
日
本
カ

ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会
に
お
い
て
研
究
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
を
扱
っ
て
い
る
。
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
・
人
ク
ロ
ー
ン
胚
研
究
、

植
物
状
態
の
患
者
に
対
す
る
水
分
・
栄
養
補
給
と
い
っ
た
生
命

倫
理
、
同
性
愛
、
ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
︵
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
︶、
政

教
分
離
︵
裁
判
員
制
度
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
︶、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

の
平
和
論
、
教
皇
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
︵
在
位
一
九
七
八
-
二
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〇
〇
五
年
︶
と
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
の
教
皇
職
で
あ
る
。

　

標
題
の﹁
現
代
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
﹂は
、稲
垣
良
典
教
授い
と
半
澤

孝
麿
教
授う
の
顰ひ
そ
み
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
両
教
授
が
近

現
代
の
国
外
・
国
内
の
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
家
た
ち
の
思
想
を
論

じ
た
の
に
対
し
て
、
著
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
教マ

ジ
ス
テ
リ
ウ
ム

会
教
導
職

の
立
場
か
ら
見
た
﹁
宗
教
﹂
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
の
あ

り
よ
う
に
重
点
を
置
い
た
。

　
﹁
公
共
性
﹂
は
、
周
知
の
と
お
り
、
特
に
近
年
、Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
に
よ
り
討
議
倫
理
学
の
文
脈
で
用
語
化
さ
れ
、
わ
が
国
で

も
﹁
公
共
哲
学
﹂
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。﹁
公
共
﹂
の
語
は
、

宗
教
学
・
神
学
の
レ
ベ
ル
で
は
ホ
セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
﹁
公
共

宗
教
﹂
な
ど
、
世
俗
化
し
た
社
会
に
適
合
し
よ
う
と
す
る
宗
教

現
象
の
分
析
の
中
で
も
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
年
、
日
本
の

宗
教
学
研
究
は
、
宗
教
の
社
会
貢
献
活
動
に
注
目
し
て
い
る
。

　

著
者
の
用
い
る
﹁
公
共
性
﹂
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
近
年
、

特
に
教
皇
・
教
皇
庁
︵
バ
チ
カ
ン
︶
か
ら
の
積
極
的
な
道
徳
的
発

言
を
通
じ
て
、
公
共
世
界
・
公
共
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と

す
る
姿
勢
を
指
し
て
い
る
。
も
と
も
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お
け

る
公
共
的
言
説
は
す
で
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
自
然
法
思

想
に
お
い
て
体
系
化
さ
れ
て
い
た
がえ
、
近
代
に
入
る
と
教
皇
レ

オ
十
三
世
回
勅
﹃
レ
ー
ル
ム
・
ノ
ヴ
ァ
ー
ル
ム
﹄︵
一
八
九
一
年
︶

以
来
、﹁
社
会
教
説お
﹂
と
し
て
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
著

者
の
関
心
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、

現
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
生
命
倫
理
と
公
共
政
策
と
の
関
係

で
あ
っ
た
。

　

公
共
政
策
形
成
と
の
関
連
に
お
け
る
生
命
倫
理
と
そ
の

教
育
に
対
し
て
、
宗
教
、
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
生
命

倫
理
と
そ
れ
に
基
づ
く
教
育
の
も
つ
意
義
は
少
な
く
な
い
。

そ
も
そ
も
人
間
の
生
死
を
め
ぐ
る
問
題
を
扱
う
生
命
倫
理

に
お
い
て
は
、
科
学
的
理
解
と
同
時
に
、
人
間
の
人
格
性

に
関
す
る
根
源
的
な
考
察
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
考
察
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
倫
理

は
、
今
日
ま
す
ま
す
大
き
な
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
実
際
、
近
年
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
科
学
技
術

と
生
命
倫
理
の
交
差
す
る
領
域
に
関
し
て
行
っ
て
き
た
積

極
的
な
発
言
は
、
宗
派
の
枠
を
超
え
て
、
生
命
倫
理
問
題

に
つ
い
て
の
普
遍
的
・
合
理
的
な
判
断
基
準
を
示
す
も
の
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と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
教
会
は
、
科
学
的
探

究
と
宗
教
的
信
仰
を
対
立
的
に
考
え
な
い
︵
第
二
バ
チ
カ
ン

公
会
議
﹃
現
代
世
界
憲
章
﹄
36
参
照
︶。
同
時
に
教
会
は
、
人

間
が
責
任
を
も
っ
て
科
学
技
術
を
管
理
す
べ
き
こ
と
も
求

め
る
。﹁
科
学
も
技
術
も
、
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
い
。

技
術
的
に
可
能
な
こ
と
が
、
必
ず
合
理
的
と
い
え
る
わ
け

で
も
、
倫
理
的
に
許
さ
れ
る
こ
と
だ
と
い
え
る
わ
け
で
も

な
い
﹂
か
ら
で
あ
る
。
公
共
政
策
と
の
関
連
で
言
え
ば
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
も
ち
ろ
ん
教
会
と
し
て
政
治
に
直

接
関
与
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
方
で
そ
の
倫
理
的
教

説
に
よ
っ
て
一
般
社
会
の
﹁
良
心
の
教
育
﹂
を
行
う
。
こ

こ
で
の
教
育
の
主
体
は
教
会
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
、
教

会
の
信
者
で
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
世
俗
社
会
全
体

で
あ
る
。
他
方
で
、
教
会
は
信
者
の
政
治
参
加
を
通
じ
て
、

積
極
的
に
国
家
の
立
法
と
行
政
が
道
徳
︵
自
然
法
︶
に
適
っ

た
も
の
と
な
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

︵
拙
著
六
頁
︶

２　

生
命
倫
理
と
自
然
法
論

　

こ
こ
で
は
拙
著
で
取
り
上
げ
た
生
命
倫
理
、
特
に
人
の
初
期

生
命
の
問
題
に
限
っ
て
、
最
近
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
動
向
に
関

す
る
所
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
発
生
生
物
学
的
に
は
、
ヒ
ト
胚

は
受
精
の
瞬
間
か
ら
人
の
生
命
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
りか
、

そ
の
経
験
的
・
科
学
的
事
実
に
基
づ
い
て
、
ヒ
ト
胚
の
人
権
︵
生

存
権
︶
が
主
張
さ
れ
るき
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
し
て
一

定
の
合
意
を
見
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
こ
の
合
意
は
必
ず

し
も
国
際
的
な
合
意
で
は
な
く
、
国
に
よ
っ
て
考
え
方
に
相
違

が
あ
る
の
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
﹁
胚

保
護
法
﹂︵
一
九
九
一
年
︶
に
基
づ
い
て
胚
の
滅
失
を
伴
う
ヒ
ト
Ｅ

Ｓ
細
胞
の
樹
立
を
禁
止
す
る
国
が
あ
る
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
や

日
本
の
よ
う
に
受
精
後
十
四
日
目
︵
な
い
し
原
始
線
条
形
成
︶
ま
で

の
胚
の
研
究
利
用
を
認
め
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
研
究
を
容
認
す
る

考
え
方
も
あ
る
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
初
め
か
ら
人
の
胎
児
の
生
命
の
尊
重
︵
し

た
が
っ
て
人
工
妊
娠
中
絶
へ
の
反
対
︶
を
主
張
す
る
教
理
的
立
場
を

と
っ
て
き
た
が
、
本
格
的
に
そ
の
理
論
的
裏
づ
け
に
取
り
組
む
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よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
で
あ
る
︵
拙
著
第
一
章

参
照
︶。
文
書
と
し
て
は
、
教
皇
庁
教
理
聖
省
﹃
堕
胎
に
関
す
る

教
理
聖
省
の
宣
言
﹄︵
一
九
七
四
年く︶、
教
皇
庁
教
理
省
﹃
生
命
の

始
ま
り
に
関
す
る
教
書
﹄︵
一
九
八
七
年け︶、
教
皇
ヨ
ハ
ネ･

パ
ウ

ロ
二
世
回
勅
﹃
い
の
ち
の
福
音
﹄︵
一
九
九
五
年こ︶、
そ
し
て
教
皇

庁
教
理
省
﹃
人
格
の
尊
厳

│
生
命
倫
理
の
い
く
つ
か
の
問
題

に
つ
い
て
﹄︵
二
〇
〇
八
年さ︶
で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ

ら
の
文
書
が
当
初
か
ら
﹁
理
性
の
光
に
照
ら
し
て
﹂、
発
生
生
物

学
的
知
見
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︵
拙
著
七
-
八
頁
参
照
︶。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
挙
げ
た
二
番
目
の
文
書
﹃
生
命
の
始
ま

り
に
関
す
る
教
書
﹄
は
、
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
︵
Ｊ
・
ラ
ッ

ツ
ィ
ン
ガ
ー
︶
が
教
皇
に
な
る
前
の
教
理
省
長
官
時
代
︵
一
九
八
二

-
二
〇
〇
五
年
︶
に
発
表
し
た
文
書
で
あ
る
。
同
文
書
も
生
物
学

の
知
見
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
命
の
始
ま
り
を
、
受
精
に
よ
っ

て
接
合
子
︵
二
つ
の
配
偶
子
の
核
が
融
合
し
て
で
き
る
細
胞
︶
が
形
成

さ
れ
た
瞬
間
で
あ
る
と
し
、﹁
理
性
に
基
づ
い
て
﹂、
人
間
の
生

命
が
初
め
に
現
れ
た
瞬
間
か
ら
、
そ
こ
に
人
格
の
存
在
を
認
め

る
。
こ
の
原
則
に
基
づ
い
て
、
胎
内
診
断
と
受
精
卵
に
対
す
る

治
療
を
認
め
る
一
方
で
︵
一
・
二
-
三
︶、
治
療
の
た
め
で
な
い
、

研
究
目
的
の
受
精
卵
の
使
用
、
単
為
生
殖
や
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
、

受
精
卵
の
凍
結
を
禁
じ
る
︵
一
・
四
-
六
︶。
体
外
受
精
に
関
し
て

は
、
非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
を
倫
理
的
に
認
め
ず
︵
二
・
二
︶、

配
偶
者
間
の
体
外
受
精
に
反
対
す
る
︵
二
・
五
︶。
人
間
の
初
期

生
命
が
受
精
の
瞬
間
か
ら
人
間
の
人
格
︵hum

an person

︶
と
し
て

尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
論
じ
る
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る
︵
拙
著
八

-
九
頁
、
注
12
参
照
︶。

　

　

1
・
1　

⋮
⋮
も
し
︵﹃
堕
胎
に
関
す
る
教
理
聖
省
の
宣
言
﹄

が
示
し
た
発
生
学
的
知
見
の
︶
確
証
が
必
要
な
ら
ば
、
人
間
に

関
す
る
生
物
科
学
の
成
果
に
よ
っ
て
さ
ら
に
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
受
精
に
よ
っ

て
生
じ
た
接
合
子
に
お
い
て
、
新
し
い
個
人
の
生
物
学
上

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
と
さ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
い
つ
霊
魂
が
宿
る
か
と
い
う
こ
と
は

経
験
に
よ
る
実
験
的
デ
ー
タ
か
ら
だ
け
で
は
示
す
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
受
精
卵
に
つ
い
て
の

科
学
的
な
こ
れ
ら
の
結
論
は
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
理
性
に
基
づ
い
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て
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
の
生
命
が
初
め

に
現
れ
た
瞬
間
か
ら
、
そ
こ
に
一
つ
の
人
格
の
存
在
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
ト
の
個
体
︵creatura hum

ana

︶

で
あ
る
も
の
が
人
格
的
存
在
︵persona hum

ana

︶
で
な
い
と

い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。［
⋮
⋮
］
し
た
が
っ

て
人
間
の
生
命
は
、
そ
の
存
在
の
最
初
の
瞬
間
か
ら
、
す

な
わ
ち
接
合
子
が
形
成
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
、
肉
体
と
精
神

と
か
ら
な
る
全
体
性
を
備
え
た
一
人
の
人
間
と
し
て
、
倫

理
的
に
無
条
件
の
尊
重
を
要
求
す
る
。
人
間
は
、
受
精
の

瞬
間
か
ら
人
格
︵persona

︶
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
扱
わ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
同
じ
瞬
間
か
ら
人
格
と
し

て
の
権
利
、
と
り
わ
け
無
害
な
人
間
誰
に
で
も
備
わ
っ
て

い
る
不
可
侵
の
権
利
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
いし
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
書
を
作
成
し
た
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
長
官

自
身
は
、
こ
の
言
明
に
つ
い
て
後
に
次
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
は
経
験
的
な
も
の
か
ら
哲
学
へ
の
移
行
が
見
ら

れ
る
。
教
書
は
、
い
か
な
る
経
験
的
デ
ー
タ
も
霊
的
霊
魂

ミケランジェロによるフレスコ画「アダムの創造」から（1511年頃、バチカン宮殿・シ
スティーナ礼拝堂天井画）。アダムの身体は立派だが、まだ力なく横たわっている。神
に精神を吹き込まれて、真に尊厳なる「神の似像（imago Dei）」として生き始める
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の
存
在
を
十
分
に
証
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。

こ
の
文
書
は
、
経
験
的
次
元
と
哲
学
的
次
元
の
間
の
つ
な

が
り
を
問
い
の
形
で
定
式
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
文
書
は
な
お
も
次
の
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
人
は
そ
こ
に
新
た
な
個
体
が
存
在
す
る
こ
と
を
経
験

的
に
証
明
可
能
で
あ
る
。﹁
個
体
﹂
は
経
験
的
な
用
語
で
あ

る
。
そ
れ
は
あ
る
有
機
体
を
意
味
す
る
。
こ
の
有
機
体
は
、

母
親
に
完
全
に
依
存
す
る
と
は
い
え
、
固
有
の
遺
伝
的
形

質
を
備
え
た
新
た
な
有
機
体
で
あ
る
。
こ
う
し
て
次
の
こ

と
が
問
わ
れ
る
。﹁
ヒ
ト
の
個
体
で
あ
る
も
の
が
人
格
的
存

在
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
﹂。
そ
こ

か
ら
次
の
倫
理
的
な
帰
結
が
生
じ
る
。﹁
人
間
は
、
受
精
の

瞬
間
か
ら
人
格
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ

る
﹂。

　

こ
こ
で
教
会
教
導
職
は
固
有
の
哲
学
的
神
学
を
提
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
教
導
職
は
経
験
的
次
元
と
哲
学
的

︵
人
間
論
的
︶
次
元
の
合
流
点
で
問
い
を
発
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
わ
た
し
個
人
の
考
え
で
は
、
こ
の
問
い

は
理
性
に
と
っ
て
倫
理
的
な
帰
結
を
も
た
ら
す
。
他
方
で
、

そ
こ
か
ら
立
法
家
に
と
っ
て
の
帰
結
が
生
ま
れ
る
。
も
し

事
態
が
こ
の
と
お
り
で
あ
る
な
ら
、
ヒ
ト
胚
の
殺
害
を
正

当
化
す
る
こ
と
は
﹁
国
家
が
法
の
前
で
の
す
べ
て
の
人
間

の
平
等
を
否
定
す
る
こ
と
﹂︵
第
三
章
︶
を
意
味
す
る
。
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
生
存
権
に
関
す

る
問
題
は
、
宗
教
倫
理
︵ethics of faith

︶
の
問
題
で
は
な
く
、

合
理
的
倫
理
︵ethics of reason

︶
の
問
題
で
あ
る
。
ま
さ
に

こ
の
合
理
的
倫
理
の
レ
ベ
ル
で
議
論
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。［
⋮
⋮
］

　

回
勅
﹃
い
の
ち
の
福
音
﹄
73
項す
は
基
本
的
な
原
則
を
示

し
た
が
、
こ
の
原
則
の
目
的
と
限
界
は
な
お
神
学
的
議
論

の
中
で
定
義
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。［
⋮
⋮
］
教
会
は
他
者

が
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
他
者
に
押
し
つ
け
る
こ
と
を
望

ま
な
い
。
む
し
ろ
、
少
な
く
と
も
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に

よ
っ
て
自
ら
の
理
性
を
導
い
て
も
ら
お
う
と
す
る
者
の
良

心
を
尊
重
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
るせ
。

　　

ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
自
身
は
、
教
理
省
長
官
ま
た
教
理
省
の
諮

問
機
関
で
あ
る
国
際
神
学
委
員
会
委
員
長
と
し
て
、
こ
こ
で
い
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う
﹁
合
理
的
倫
理
の
レ
ベ
ル
で
の
議
論
﹂
を
通
し
て
人
間
の
人

格
の
尊
厳
を
基
礎
づ
け
る
べ
く
、
国
際
神
学
委
員
会
で
の
検
討

を
指
導
し
た
。
そ
の
成
果
の
一
つ
が
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇

〇
二
年
に
か
け
て
﹁
神
の
像
と
し
て
造
ら
れ
た
人
間
﹂
の
テ
ー

マ
の
も
と
に
行
わ
れ
た
検
討
に
基
づ
い
て
二
〇
〇
四
年
に
発
表

さ
れ
た
報
告
書
﹃
交
わ
り
と
管
理

│
神
の
像
と
し
て
造
ら
れ

た
人
間
の
人
格そ
﹄
で
あ
る
。
同
報
告
は
確
か
に
進
化
論
、
環
境

倫
理
、
生
命
科
学
と
関
わ
る
人
間
の
尊
厳
の
問
題
を
取
り
上
げ

る
が
、
議
論
の
基
盤
は
﹁
神
の
像
﹂︵im

ago D
ei

︶
と
い
う
神
学

的
概
念
で
あ
る
た
め
、﹁
神
学
的
議
論
﹂
で
は
あ
っ
て
も
、
誰
も

が
納
得
し
う
る
よ
う
な
﹁
合
理
的
倫
理
の
レ
ベ
ル
で
の
議
論
﹂

が
そ
こ
で
十
分
な
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

　

そ
こ
か
ら
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
は
さ
ら
に
国
際
神
学
委
員
会
で
、

﹁
自
然
法
論
﹂
の
枠
組
み
の
中
で
人
権
の
哲
学
的
基
盤
を
検
証
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
し
た
。
検
討
は
二
〇
〇
四
年
か
ら
二

〇
〇
八
年
ま
で
行
わ
れ
、
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
が
教
皇
と
な
っ
た

後
、
二
〇
〇
九
年
に
﹃
普
遍
的
倫
理
の
探
求

│
自
然
法
の
新

た
な
展
望た﹄
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

３　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
と
自
然
法
論

　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
今
、
あ
ら
た
め
て
自
然
法
論
な
の
か
。

　

ま
ず
、
前
述
し
た
教
皇
庁
国
際
神
学
委
員
会
の
報
告
書
﹃
普

遍
的
倫
理
の
探
求

│
自
然
法
の
新
た
な
展
望
﹄
の
序
論
︵
一
・

六
﹁
教
会
教
導
職
と
自
然
法
﹂︶
に
従
っ
て
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
お

け
る
自
然
法
論
の
位
置
づ
け
の
概
略
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
自
然
法
の
概
念
に
は
っ
き
り
と
目
を
向

け
た
の
は
、
十
九
世
紀
、
世
俗
社
会
に
向
け
て
教
会
の
立
場
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
自
然
法
は
、
自
然
法
に
反
す

る
国
家
の
命
令
へ
の
不
服
従
を
基
礎
づ
け
る
た
め
、
ま
た
労
働

者
の
諸
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
の
根
拠
︵
レ
オ
十
三
世
︶、
ま
た
結

婚
の
倫
理
の
決
定
的
な
基
準
︵
ピ
ウ
ス
十
二
世
、
パ
ウ
ロ
六
世
︶
と

し
て
示
さ
れ
た
︵
三
四
節
︶。
現
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
道

徳
的
相
対
主
義
、
個
人
主
義
、
攻
撃
的
な
政
教
分
離
主
義
、
法
実

証
主
義
に
対
し
て
自
然
法
を
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
。
そ
の
た
め
に
、︵
一
︶
理
性
は
実
証
科
学
に
限
定
さ
れ
た
も

の
で
な
く
、
倫
理
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
い
だ
す
力
を
も
ち
、
人

権
を
基
礎
づ
け
う
る
こ
と
、︵
二
︶
単
な
る
取
り
決
め
に
よ
ら
な
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い
本
性
的
・
客
観
的
規
範
が
存
在
す
る
こ
と
、︵
三
︶
自
然
法
に

関
わ
る
議
論
は
教
派
的
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
市
民
が
共
通
善

に
向
け
る
関
心
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
︵
四
︶
自
然
法
に
反
す
る
不
正
な
法
へ
の
良
心
的
拒
否
権

を
認
め
、
抑
圧
さ
れ
た
人
々
を
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
国
際
神
学
委
員
会
の
報
告
書
は
触
れ
な
い
が
、

特
に
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
︵
一
九
六
二
-
六
五
年
︶、そ
れ
も
﹃
現

代
世
界
憲
章
﹄
作
成
の
過
程
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
他
教
派

と
の
対
話
を
重
視
し
て
、﹁
自
然
法
﹂
に
言
及
す
る
こ
と
を
避
け

よ
う
と
し
た
と
い
うち
。
だ
か
ら
、
同
報
告
書
が
﹁
教
会
教
導
職

は
自
然
法
の
守
護
者
ま
た
解
釈
者
と
な
っ
て
き
た
﹂︵
同
三
四
︶

と
述
べ
る
の
は
正
し
い
と
し
て
も
、﹁﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ

テ
キ
ズ
ム
﹄︵
一
九
九
二
年
︶
と
教
皇
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
回
勅

﹃
真
理
の
輝
き
﹄︵
一
九
九
三
年
︶
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
の
解

明
に
お
い
て
自
然
法
が
占
め
る
決
定
的
な
位
置
を
示
し
た
﹂︵
同
︶

と
い
う
記
述
は
、
あ
た
か
も
現
代
に
至
る
ま
で
教
会
教
導
職
が

連
綿
と
自
然
法
を
重
視
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
そ
れ
を
読
む
な

ら
ば
、
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
。
事
実
、﹃
真
理
の
輝
き
﹄
自
身
、

﹁
教
会
の
教
導
職
が
、
道
徳
に
つ
い
て
の
教
え
の
基
本
的
要
素
を

細
部
に
わ
た
っ
て
解
明
し
、
識
別
の
た
め
の
原
理
を
提
示
し
た

の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
﹂、
中
で
も
﹁
本
質
的
に
悪
い
行

為
﹂
と
﹁
常
に
そ
し
て
例
外
な
く
禁
止
す
る
掟
︵
す
な
わ
ち
自
然

法
︶
の
普
遍
性
と
恒
久
性
を
再
確
認
﹂︵
同
一
一
五
︶
し
た
と
述
べ

る
の
は
、
教
導
職
に
お
い
て
一
九
九
〇
年
代
に
一
つ
の
飛
躍
が

生
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。﹃
真
理
の
輝
き
﹄
の
示
す
自
然
法

論
に
関
す
る
見
解
が
必
ず
し
も
完
成
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
、

伝
統
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス=

ト
マ
ス
的
自
然
道
徳
律
の
立
場
に

立
つ
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
るつ
。
自
然
法
論

は
、
完
結
し
た
ド
グ
マ
で
は
な
く
、
今
な
お
﹁
探
求
﹂
の
対
象

な
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
現
代
、
た
と
え
ば
生
命
倫
理
に
お
け
る
﹁
ヒ
ト
胚

の
尊
厳
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
直
接
に
聖
書

か
ら
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し

た
問
題
に
つ
い
て
扱
う
際
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
依
拠
す
る

の
は
、
自
然
道
徳
律
と
自
然
科
学
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。
自
然
道

徳
律
も
自
然
科
学
も
﹂
と
も
に
あ
る
種
の
合
理
的
・
普
遍
的
な

性
格
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
、﹁︵
特
に
前
者
の
場
合
は
︶
必
ず

し
も
一
義
的
な
も
の
で
は
な
い
﹂︵
拙
著
一
四
頁
︶。
そ
の
意
味
で
、
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人
格
の
尊
厳
の
基
礎
づ
け
と
し
て
の
自
然
法
の
普
遍
性
を
い
か

に
す
れ
ば
説
得
的
に
提
示
で
き
る
か
は
、
大
き
な
課
題
と
な
っ

て
い
た
と
い
え
る
。

　

そ
し
て
、
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
教
導
職
を
教
理
省
長
官

と
し
て
補
佐
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
先
鋭
な
形

で
表
明
し
た
の
が
、
同
教
皇
の
後
継
者
と
し
て
の
ラ
ッ
ツ
ィ
ン

ガ
ー
／
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
五
年
四
月
に
教
皇
に
選
出
さ
れ
る
前
年
の
二
〇
〇
四

年
一
月
、
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
枢
機
卿
は
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と

対
話
を
行
い
、
後
に
そ
の
講
演
テ
キ
ス
ト
が
公
刊
さ
れ
た
。
対

話
の
テ
ー
マ
は
﹁
自
由
な
国
家
に
お
け
る
政
治
以
前
の
道
徳
的

基
盤
﹂
で
あ
っ
た
。
ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
は
こ
う
述
べ
る
。

　

　

自
然
法
は

│
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て

│

世
俗
社
会
お
よ
び
他
の
宗
教
諸
派
と
の
対
話
に
あ
た
っ
て
、

共
通
の
理
性
に
訴
え
か
け
、
世
俗
化
し
た
多
元
的
社
会
に

お
け
る
法
の
倫
理
的
諸
原
則
に
つ
い
て
合
意
し
あ
う
た
め

の
基
盤
を
求
め
る
議
論
の
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

自
然
法
と
い
う
こ
の
道
具
は
残
念
な
が
ら
効
き
目
が
弱
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
討
論
会
で
は
、
自
然

法
に
依
拠
し
た
議
論
は
し
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
自
然
法

と
い
う
考
え
は
、
自
然
と
理
性
が
相
互
に
入
れ
子
に
な
っ

て
い
て
、
自
然
そ
の
も
の
が
理
性
的
で
あ
る
と
す
る
よ
う

な
自
然
概
念
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
自
然
の
見
方
は
、
進
化
論
の
勝
利
と
と
も
に
つ
ぶ
れ
て

し
ま
っ
た
。
た
し
か
に
理
性
的
な
ふ
る
ま
い
が
自
然
の
な

か
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
自
然
そ
の
も
の
は
、
け
っ

ラッツィンガー枢機卿（当時）とユルゲン・
ハーバーマスによる対談集・ドイツ語原版

『世俗化の弁証法：理性と宗教について』（邦
題は『ポスト世俗化時代の哲学と宗教』）
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し
て
理
性
的
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
進
化

論
の
提
出
す
る
診
断
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
で
は
依
然
と

し
て
、
反
論
不
可
能
な
よ
う
に
思
え
る
。
か
つ
て
自
然
法

の
基
礎
に
な
っ
て
い
た
自
然
概
念
に
も
い
ろ
い
ろ
な
も
の

が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
残
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
ば
、

ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
︵
紀
元
三
世
紀
初
頭
︶
に
よ
っ
て
﹁
自
然
の

法
と
は
、
い
っ
さ
い
の
自
然
的
生
き
物
が
教
え
て
く
れ
る

も
の
で
あ
る Ius natura est, quod natura om

nia anim
alia 

docet

﹂
と
い
う
あ
の
有
名
な
命
題
の
か
た
ち
に
ま
と
め
ら

れ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
こ
れ
で
は
、

わ
れ
わ
れ
の
問
い
に
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

の
問
い
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
っ
さ
い

の
﹁
生
き
物
﹂
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
の
固
有

の
課
題
、
人
間
の
理
性
が
作
り
出
し
、
理
性
な
し
に
は
答

え
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
最
深
部
に
お
い
て
理
性
法
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
う

し
た
自
然
法
の
、
少
な
く
と
も
近
代
に
お
け
る
最
後
の
要

素
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
人
権

0

0

︵M
enschenrechte

︶で
あ

る
。
人
権
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
、
た
だ
人
間
と
い
う
種

に
属
し
て
い
る
だ
け
の
理
由
で
、
権
利
の
主
体
で
あ
り
、

人
間
存
在
そ
の
も
の
が
価
値
と
規
範
を
内
部
に
宿
し
て
い

て
、
そ
う
し
た
価
値
と
規
範
は
作
り
出
す
も
の
で
は
な
く

見
い
だ
す
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
は

理
解
で
き
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
今
日
で
は
、
人
権
に
つ
い

て
の
考
え
は
、
人
間
の
義
務
と
人
間
の
限
界
に
つ
い
て
の

教
え
に
よ
っ
て
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

も
し
そ
う
し
た
補
い
が
可
能
と
な
る
な
ら
ば
、
や
は
り
自

然
の
理
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
ま

た
人
間
に
と
っ
て
、
そ
し
て
世
界
の
な
か
の
人
間
の
位
置

に
つ
い
て
理
性
の
法
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
、
と
い
う
問
い
を
、
ま
た
新
た
な
か
た
ち
で
立
て
る
助

け
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
問
い
を
め
ぐ
る
対

話
は
今
日
で
は
、
異イ

ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル

文
化
交
流
的
に
解
釈
し
、
か
つ
設
定
さ

れ
た
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
徒

に
と
っ
て
は
こ
う
し
た
対
話
で
は
、
被
造
物
と
創
造
主
の

問
題
が
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
世
界
で
そ
れ
に

相
応
す
る
の
は
﹁
ダ
ル
マ
﹂、つ
ま
り
存
在
の
内
的
な
掟
で
あ

り
、
中
国
の
伝
統
で
は
天
の
秩
序
と
い
う
理
念
で
あ
ろ
うて
。
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ラ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
は
、
自
然
法
は
依
然
と
し
て
検
討
を
要
す

る
﹁
課
題
﹂
だ
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

そ
の
後
彼
が
前
掲
の
﹃
普
遍
的
倫
理
の
探
求
﹄
と
し
て
ま
と
め

さ
せ
た
研
究
は
、﹁
自
然
の
理
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
﹂
と
あ
ら
た
め
て
問
い
、﹁
こ
の
問
い
を
め
ぐ
る
対
話
を
、

異
文
化
交
流
的
に
﹂
行
お
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
が
自
然
法
論
に
言
及
し
た
い
く
つ
か

の
テ
キ
ス
ト
か
ら
以
下
に
四
つ
の
代
表
的
な
も
の
を
選
ん
で
、

教
皇
の
自
然
法
論
の
射
程
を
確
認
し
た
い
。

ａ　

レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
大
学
で
の
講
演

　
　
（
二
〇
〇
六
年
九
月
十
二
日と
）

　

第
一
の
講
演
の
テ
ー
マ
は
﹁
信
仰
と
理
性
の
関
係
﹂
で
あ
り
、

自
然
法
論
も
こ
の
枠
組
み
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
講
演
は

い
う
。
信
仰
に
は
本
来
理
性
︵
ロ
ゴ
ス
︶
と
の
密
接
な
関
わ
り
が

あ
る
。
旧
約
宗
教
に
お
け
る
偶
像
か
ら
の
解
放
は
、
ギ
リ
シ
ア

哲
学
に
お
け
る
神
話
か
ら
の
解
放
と
対
応
す
る
。
七
十
人
訳
ギ

リ
シ
ア
語
聖
書
に
お
け
る
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
出

会
い
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
そ
の
も
の
に
決
定
的
な
影
響
を

与
え
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
基
盤

と
な
る
の
は
ロ
ゴ
ス
と
し
て
自
ら
を
啓
示
し
た
神
で
あ
る
。
一

方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
信
仰
と
理
性
︵
合
理
性
︶
の
結
び

つ
き
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
﹁
キ
リ
ス
ト
教
の
非
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

化
﹂
の
思
潮
が
、
後
期
中
世
の
主
意
主
義
に
始
ま
り
、
特
に
近

代
初
頭
以
降
、
神
学
の
中
に
現
れ
た
︵
宗
教
改
革
、
自
由
主
義
神
学
、

イ
ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
︶。

　

と
り
わ
け
自
由
主
義
神
学
の
代
表
者
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、﹁
学
﹂

と
し
て
の
神
学
の
構
築
の
た
め
に
歴
史
的
・
批
判
的
聖
書
釈
義

を
重
ん
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
を
哲
学
的
・
神
学
思
想
か
ら
解
放
す

る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
の
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
近

代
の
自
己
限
定
し
た
理
性
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
学
を
経

験
科
学
の
よ
う
な
﹁
科
学
﹂
と
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
キ
リ
ス

ト
教
は
ま
す
ま
す
貧
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
の
一
例
が

倫
理
の
領
域
で
あ
る
。
教
皇
は
い
う
。

　

　

わ
た
し
た
ち
は
、
さ
ら
に
こ
う
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
だ
け
が
科
学
で
あ
る
な
ら
、
人
間
そ
の
も
の

も
縮
小
さ
れ
る
と
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
起
源
と
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目
的
に
関
す
る
問
い
や
、
宗
教
や
倫
理
の
問
い
な
ど
の
、

本
来
の
人
間
に
関
す
る
問
い
は
、
上
述
し
た
﹁
科
学
﹂
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
共
通
の
理
性
の
範
囲
内
に
場
を
占

め
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
主
観
的
な
も
の
と
さ
れ
る
か
ら

で
す
。

　

そ
こ
か
ら
、
人
は
、
自
分
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
自
分

が
宗
教
的
に
耐
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
だ
け
を
選
ぶ

こ
と
に
な
り
、
主
観
的
な
﹁
良
心
﹂
が
、
個
々
の
倫
理
的

判
断
の
最
終
的
な
判
定
者
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う

し
て
倫
理
と
宗
教
は
共
同
体
を
形
成
す
る
力
を
失
い
、
個

人
の
恣
意
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
人

類
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
、

わ
た
し
た
ち
を
悩
ま
せ
て
い
る
宗
教
と
倫
理
の
さ
ま
ざ
ま

な
病
理
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
病
理
は
、

宗
教
や
倫
理
に
関
す
る
問
い
を
理
性
が
扱
い
え
な
い
ま
で

に
、
理
性
が
縮
小
さ
れ
た
と
き
に
、
生
じ
て
こ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
す
。
進
化
の
法
則
や
心
理
学
と
社
会
学
か
ら
倫

理
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
何
の
役
に
も
立
ち

ま
せ
んな
。

　

こ
れ
に
対
し
て
教
皇
は
﹁
理
性
と
信
仰
を
新
た
な
し
か
た
で

総
合
﹂
す
る
こ
と
、﹁
人
が
自
ら
に
命
じ
た
、
経
験
的
に
反
証
可

能
な
領
域
へ
の
理
性
の
限
定
を
克
服
し
、
理
性
を
広
い
空
間
に

向
け
て
再
び
開
放
﹂
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
。
そ
の
よ
う

な
作
業
に
お
い
て
、
神
学
も
﹁
単
な
る
歴
史
的
・
人
文
科
学
的

学
科
と
し
て
で
は
な
く
、
本
来
の
意
味
で
の
神
学
と
し
て
、
す

な
わ
ち
、
信
仰
の
合
理
性
へ
の
問
い
と
し
て
、
大
学
に
属
し
、

諸
科
学
の
大
き
な
対
話
に
加
わ
るに
﹂
で
あ
ろ
う
と
。

　

本
講
演
は
直
接
自
然
法
論
を
扱
う
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
大

き
な
背
景
︵
信
仰
と
理
性
の
問
題
︶
を
示
し
、
現
代
に
お
け
る
倫

理
の
問
題
が
理
性
︵
合
理
性
︶
の
位
置
づ
け
︵
近
代
的
理
性
概
念
の

拡
張
︶
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
。

ｂ　
「
自
然
法
国
際
学
会
」
参
加
者
へ
の
あ
い
さ
つ

　
　
（
二
〇
〇
七
年
二
月
十
二
日ぬ
）

　

第
二
に
取
り
上
げ
る
本
テ
キ
ス
ト
は
、
自
然
法
研
究
の
必
要

性
を
正
面
か
ら
論
じ
て
い
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。
現
代
の
問
題

は
、
科
学
の
力
が
自
然
の
合
理
的
構
造
の
認
識
を
可
能
に
し
た

一
方
で
、
倫
理
的
認
識
能
力
が
ま
す
ま
す
弱
ま
っ
て
い
る
こ
と
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で
あ
る
。

　
︵
科
学
の
方
法
は
︶
合
理
性
の
源
泉
で
あ
る
、
造
り
主
で
あ

る
理
性
そ
の
も
の
を
わ
た
し
た
ち
が
認
め
る
能
力
を
ま
す

ま
す
弱
め
て
い
る
の
で
す
。
物
質
の
法
則
を
知
る
能
力
は
、

存
在
の
中
に
含
ま
れ
た
倫
理
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
す
な
わ

ち
伝
統
が
﹁
自
然
法
﹂︵lex naturalis

︶、
自
然
道
徳
法
と
呼

ぶ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
認
め
る
こ
と
を
で
き
な
く
し
て
い
る
の

で
す
。
こ
の
﹁
自
然
道
徳
法
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
、
多
く

の
現
代
人
に
と
っ
て
、﹁
自
然
﹂
の
概
念
の
せ
い
で
ほ
と
ん

ど
理
解
不
能
に
な
っ
て
い
ま
す
。﹁
自
然
﹂
は
形
而
上
学
的

な
も
の
で
は
な
く
、
単
に
経
験
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
自
然
が
そ
の
ま
ま
で
は
も
は
や
道
徳

的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
示
さ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
方
向
感

覚
の
喪
失
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。
こ
の
方
向
感
覚
の
喪

失
の
た
め
に
、
日
常
生
活
に
お
け
る
決
定
が
不
安
定
か
つ

不
確
実
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
すね
。

　

だ
か
ら
﹁
自
然
法
の
真
理
の
再
発
見
﹂
が
緊
急
の
課
題
で
あ

る
。
自
然
法
の
一
般
原
則
は
﹁
善
を
行
い
、
悪
を
避
け
よ
﹂
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
倫
理
的
判
断
の
基
準
と
な
る
諸
原
則
が
生
じ

る
。
す
な
わ
ち
、
受
胎
か
ら
自
然
死
に
至
る
ま
で
の
﹁
人
間
の

い
の
ち
﹂
の
尊
重
、
真
理
を
探
求
す
る
責
務
、
自
由
で
あ
る
。

ま
た
、﹁
各
人
に
各
人
の
も
の
を
﹂︵unicuique suum

︶
与
え
る
こ

と
の
内
に
示
さ
れ
る
正
義
、
ま
た
連
帯
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
諸
価
値
に
よ
っ
て
、
例
外
な
し
に
守
る
べ

き
諸
規
範
が
表
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
諸
規
範
は
、
立
法

者
の
意
志
に
も
、
国
家
が
与
え
う
る
合
意
に
も
依
存
す
る

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
諸
規
範

は
あ
ら
ゆ
る
人
定
法
︹
す
な
わ
ち
人
間
の
定
め
た
法
、
実

定
法
︺
に
先
立
ち
ま
す
。
で
す
か
ら
、
誰
も
そ
れ
を
廃
止

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
んの
。

　

一
方
で
、
現
代
の
倫
理
学
・
法
哲
学
で
法
実
証
主
義
が
主
流

と
な
っ
た
結
果
、
立
法
行
為
は
利
害
関
係
の
調
整
に
す
ぎ
な
い

も
の
と
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、﹁
国
内
法
の
次
元
で
あ
れ
、
国

際
法
の
次
元
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
法
体
系
は
、
究
極
的
に
、
人
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間
そ
の
も
の
に
記
さ
れ
た
倫
理
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
自
然

法
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
合
法
性
を
引
き
出
す
﹂
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。﹁
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
然
法
は
、
権

力
の
濫
用
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作
に
よ
る
欺
瞞
に
対
す
る
唯
一

の
有
効
な
防
御
﹂
な
の
で
あ
るは
。
現
代
に
お
い
て
は
、﹁
家
庭
制

度
の
尊
重
﹂
や
﹁
人
間
の
生
命
の
道
具
化
の
歯
止
め
﹂
も
自
然

法
の
具
体
的
に
適
用
さ
れ
る
課
題
で
あ
る
。﹁
科
学
技
術
の
上
で

可
能
な
こ
と
が
、
必
ず
し
も
す
べ
て
倫
理
的
に
許
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
いひ﹂。

　

以
上
の
よ
う
に
、
教
皇
は
、
自
然
法
が
現
代
の
法
的
諸
問
題
、

と
り
わ
け
生
命
倫
理
、
家
族
制
度
等
と
密
接
に
関
わ
る
、
き
わ

め
て
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
射
程
を
も
ち
、
あ
ら
た
め
て
深
い
研
究

を
待
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

ｃ　

国
連
総
会
で
の
演
説
（
二
〇
〇
八
年
八
月
十
八
日ふ
）

　

本
演
説
は
﹁
世
界
人
権
宣
言
﹂︵
一
九
四
八
年
︶
発
布
六
十
周
年

を
記
念
し
て
行
わ
れ
た
演
説
で
あ
り
、
主
要
テ
ー
マ
は
同
宣
言

が
示
し
た
﹁
人
権
﹂
概
念
の
基
盤
で
あ
る
。

　

人
権
は
そ
の
普
遍
性
、
不
可
分
性
、
相
互
依
存
性
ゆ
え

に
、
人
間
の
尊
厳
を
守
る
た
め
の
保
障
で
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
す
な
わ
ち
、﹁
世
界
人

権
宣
言
﹂
が
認
め
、
示
し
た
諸
権
利
は
、
人
格
と
い
う
共
通

の
起
源
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
人
に
当
て
は
ま
り

ま
す
。
人
格
は
、
造
り
主
で
あ
る
神
の
世
界
と
歴
史
に
対
す

る
計
画
の
中
心
で
あ
り
続
け
る
か
ら
で
す
。
人
権
は
、
人

間
の
心
に
記
さ
れ
、
異
な
る
文
化
や
文
明
の
う
ち
に
も
存

在
す
る
自
然
法
に
自
ら
の
基
盤
を
見
い
だ
し
ま
す
。
人
権

を
こ
の
よ
う
な
連
関
か
ら
切
り
離
す
な
ら
、
そ
の
射
程
を

狭
め
、
相
対
主
義
的
な
思
想
に
屈
す
る
こ
と
に
な
り
ま
すへ
。

　

ま
た
、
国
内
的
次
元
で
も
国
際
的
次
元
で
も
、
共
同
体
生
活

に
お
け
る
権
利
の
尊
重
の
基
準
は
﹁
共
通
善
﹂
で
あ
る
。
共
通

善
の
基
準
は
﹁
正
義
と
不
正
、
発
展
と
貧
困
、
安
全
と
紛
争
の

関
係
﹂、
要
す
る
に
﹁
安
全
保
障
の
強
化
﹂
に
関
わ
る
。
人
間
の

尊
厳
が
蹂
躙
さ
れ
る
状
況
が
放
置
さ
れ
る
な
ら
、
暴
力
の
連
鎖

が
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
共
通
善
は
手
続
き
の
適
用

で
も
権
利
の
均
衡
で
も
な
い
。﹁
世
界
人
権
宣
言
﹂
は
、﹁
異
な
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る
文
化
、
法
的
表
現
、
制
度
的
モ
デ
ル
が
、
諸
価
値
の
根
本
的

な
核
心
、
そ
れ
ゆ
え
諸
権
利
の
根
本
的
な
核
心
の
周
り
に
歩
み

寄
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
﹂
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
現
代
、﹁
世
界
人
権
宣
言
﹂
の
基
盤
を
再
解
釈
し
よ
う
と

す
る
圧
力
が
見
ら
れ
る
。

　

経
験
が
示
す
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
法
が
正
義
を
支
配
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
権
利
の
主
張
に
よ
っ
て
、

正
義
が
、
権
力
を
も
つ
諸
機
関
が
定
め
た
法
的
規
定
や
規

制
の
決
定
の
単
な
る
結
果
の
よ
う
に
見
え
る
よ
う
に
な
る

場
合
で
す
。
権
利
が
法
の
形
式
で
の
み
示
さ
れ
る
と
、
権

利
は
、
そ
の
基
盤
と
目
的
を
な
す
倫
理
的
・
合
理
的
な
次

元
と
切
り
離
さ
れ
た
、
脆
弱
な
命
題
と
な
る
危
険
が
あ
り

ま
す
。
実
際
に
は
、﹁
世
界
人
権
宣
言
﹂
は
次
の
確
信
を
あ

ら
た
め
て
確
認
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
権
の
尊
重
は

何
よ
り
も
ま
ず
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
正
義
を
基
盤
と
し

ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
国
際
的
宣
言
の
拘
束
力
も
こ
の
正
義

を
基
盤
と
し
て
い
ま
すほ
。

　

　

だ
か
ら
、
国
家
の
法
秩
序
の
み
に
個
人
の
尊
厳
や
権
利
の
尊

重
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
一
方
、
伝
統
宗
教
と
宗

教
間
対
話
は
正
義
の
実
現
に
貢
献
し
う
る
。
そ
の
こ
と
を
可
能

に
す
る
た
め
に
も
、
信
教
の
自
由
の
擁
護
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

本
テ
キ
ス
ト
は
、
人
権
の
基
盤
と
し
て
の
自
然
法
の
意
味
の

再
発
見
を
国
際
社
会
に
直
接
促
し
て
い
る
点
で
、
最
初
に
示
し

た
ド
イ
ツ
で
の
学
術
的
講
演
と
と
も
に
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六

世
の
教
導
職
の
中
で
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
い
え
る
。

ｄ　

ド
イ
ツ
連
邦
議
会
で
の
演
説

　
　
（
二
〇
一
一
年
九
月
二
十
二
日ま
）

　

こ
れ
は
三
回
目
で
あ
り
、
教
皇
と
し
て
の
最
後
の
、
そ
し
て

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
大
統
領
の
正
式
招
待
に
よ
る
初
め
て
の
正

式
訪
問
と
し
て
の
ド
イ
ツ
訪
問
の
初
日
に
行
っ
た
講
演
で
あ
る
。

本
演
説
の
特
色
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
︵
一
︶
教
皇
は
﹁
正
義
﹂
と
そ
の
認
識
基
盤
を
一
般
的
な
形
で

問
題
に
し
、
ド
イ
ツ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
政
治
的
論

点
に
立
ち
入
ら
な
い
。
し
か
し
、﹁
人
間
は
自
ら
を
操
作
す
る
こ

と
が
可
能
﹂、﹁
人
間
と
人
間
性
の
尊
厳
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
、



53

「東洋学術研究」第55巻第２号

信仰の合理性─現代カトリシズムの公共性をめぐって

法
の
根
本
的
な
問
題
﹂
と
い
っ
た
こ
と
ば
遣
い
に
、
ド
イ
ツ
に

お
け
る
生
命
倫
理
の
議
論
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
が
は
っ

き
り
窺
え
る
。

　
︵
二
︶
自
然
法
論
と
そ
の
反
対
概
念
で
あ
る
法
実
証
主
義み
の
違

い
を
明
確
に
取
り
上
げ
、
後
者
の
代
表
者
で
あ
る
Ｈ
・
ケ
ル
ゼ

ン
に
言
及
し
た
。
周
知
の
よ
う
に
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
実
証
主
義
的

自
然
本
性
概
念
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
存
在
︵Sein

︶
と
当
為

︵Sollen

︶
の
間
に
は
架
橋
で
き
な
い
溝
が
あ
る
と
述
べ
、
自
然
本

性
か
ら
い
か
な
る
倫
理
的
な
指
示
も
引
き
出
せ
な
い
と
主
張
し

たむ。
も
っ
と
も
、ケ
ル
ゼ
ン
自
身
も
︵
演
説
時
の
教
皇
と
同
年
齢
の
︶

﹁
八
四
歳
に
な
っ
て
﹂、
こ
の
存
在
と
当
為
の
二
元
論
を
放
棄
し

て
い
る
。

　
︵
三
︶
法
実
証
主
義
か
ら
脱
出
す
る
道
を
探
る
た
め
に
、
一
九

七
〇
年
代
以
降
の
自
然
環
境
保
護
︵
エ
コ
ロ
ジ
ー
︶
運
動
の
登
場

を
肯
定
的
に
評
価
し
た
。
た
だ
し
、
教
皇
は
い
う
。
単
な
る
自

然
環
境
保
護
に
加
え
て
、﹁
人
間
の
自
然
環
境
保
護
︵
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
︶﹂
が
重
要
で
あ
る
。﹁
自
然
本
性
﹂
で
あ
る
人

間
が
、
自
ら
の
自
然
本
性
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
、
真
の
自
由

へ
の
道
で
あ
る
。

　
︵
四
︶
と
こ
ろ
で
、
ケ
ル
ゼ
ン
は
最
終
的
に
、
意
志
が
規
範
を

自
然
本
性
の
中
に
置
く
な
ら
、
自
然
本
性
は
規
範
を
含
み
う
る

と
考
え
た
。
そ
の
場
合
の
意
志
は
、
創
造
主
の
意
志
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
か
つ
て
理
性
と
信
仰
を
統
合
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
伝
統
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、﹁
自
然
本
性
の
中
で
自
ら
を
示
す

客
観
的
な
理
性
が
、
創
造
的
な
理
性
、
造
り
主
で
あ
る
聖
霊
を

前
提
す
る
と
考
え
る
こ
とめ﹂
は
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
演
説
の
結
論
で
あ
る
。

　

以
上
で
検
討
し
た
四
つ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
、
次
の
こ
と
が
い

え
る
と
思
わ
れ
る
。

　
︵
一
︶
現
代
の
自
然
法
論
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
信
仰
と
理
性
の
関
係
で
あ
る
︵
ａ
︶。

　
︵
二
︶
自
然
法
の
研
究
は
、
現
代
の
法
的
諸
問
題
、
と
り
わ
け

生
命
倫
理
、
家
族
制
度
等
を
考
え
る
た
め
に
、
緊
急
に
必
要
と

さ
れ
て
い
る
︵
ｂ
︶。

　
︵
三
︶
国
際
的
に
も
人
権
の
基
盤
と
し
て
の
自
然
法
を
再
発
見

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
な
い
と
諸
権
利
の
基
盤
が

法
実
証
主
義
に
よ
っ
て
脆
弱
化
す
る
で
あ
ろ
う
︵
ｃ
︶。
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︵
四
︶
現
代
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
へ
の
関
心
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想

の
伝
統
を
統
合
す
る
よ
う
な
、
新
た
な
自
然
本
性
概
念
の
構
築

が
求
め
ら
れ
て
い
る
︵
ｄ
︶。

　　

な
お
、﹃
普
遍
的
倫
理
の
探
求
﹄
の
内
容
は
同
書
を
直
接
参
照

い
た
だ
き
た
い
が
、
同
書
が
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
・
諸

伝
統
・
諸
文
化
へ
の
呼
び
か
け
を
最
後
に
行
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

　

普
遍
的
倫
理
の
探
求
の
た
め
の
考
察
を
行
い
、
合
理
的

に
裏
づ
け
う
る
基
盤
を
示
し
た
わ
た
し
た
ち
は
、
人
類
の

偉
大
な
宗
教
、
知
恵
、
哲
学
の
伝
統
の
専
門
家
と
代
表
者

に
呼
び
か
け
た
い
と
望
み
ま
す
。
現
実
に
近
づ
く
た
め
の

合
理
的
な
方
法
に
基
づ
き
、
普
遍
的
道
徳
規
範
を
共
通
し

て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
源
泉
か
ら

出
発
し
て
、
同
じ
よ
う
な
考
察
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
こ

の
よ
う
な
考
察
は
緊
急
に
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ま

ざ
ま
な
宗
教
的
信
条
と
、
多
様
な
文
化
的
前
提
を
超
え
て
、

共
通
の
人
間
性
に
と
っ
て
基
盤
と
な
る
価
値
は
何
か

│

わ
た
し
た
ち
は
今
、
そ
れ
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
人
類
家
族
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
間
の
理

解
、相
互
認
識
、平
和
共
存
を
と
も
に
推
進
す
る
た
め
で
すも
。

４　

信
仰
の
合
理
性

　

以
上
で
述
べ
た
自
然
法
論
に
つ
い
て
の
展
望
は
、
究
極
的
に

は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
に
つ
い
て
の
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十

六
世
自
身
の
︵
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
︶
洞
察
を
基
盤
と
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
つ
き
つ
め
て
い
え
ば
、﹁
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
は
本
質
的
に
合
理
的
・
知
的
な
側
面
を
も
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
側
面
を
欠
く
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
で
な
く
な
り
ま
す
﹂や
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、﹁
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
合
理
的
・
知
的
性
格
が
、
普
遍
性
・

公
共
性
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
﹂︵
拙
著
ⅷ
頁
︶
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

そ
れ
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
の
根
本
的
な
信
仰
理
解
で
も

あ
る
。
教
皇
は
、
信
仰
が
合
理
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を

強
調
す
る
。
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カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
は
初
め
か
ら
い
わ
ゆ
る
信
仰
主
義

︵fideism
o

︶
を
拒
絶
し
て
き
ま
し
た
。
信
仰
主
義
と
は
、
理

性
に
逆
ら
っ
て
信
じ
よ
う
と
望
む
こ
と
で
す
。﹁
不
条
理
な

る
が
ゆ
え
に
わ
れ
信
ず
﹂︵C

redo quia absurdum

ゆ︶
は
カ
ト

リ
ッ
ク
信
仰
を
説
明
す
る
定
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際

に
神
は
、
神
秘
で
は
あ
っ
て
も
、
不
条
理
な
か
た
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
神
秘
は
非
合
理
で
な
く
、む
し
ろ
意
味
、
意
義
、

真
理
の
充
満
で
す
。
神
秘
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
理

性
が
暗
闇
を
見
い
だ
す
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
神
秘
の
う

ち
に
光
が
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
光
が
あ

り
す
ぎ
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
、
人
間
が
太
陽
を
見
よ
う

と
し
て
直
接
に
目
を
向
け
て
も
、
暗
闇
し
か
見
え
な
い
の

と
同
じ
で
す
。
し
か
し
、
太
陽
が
明
る
く
な
い
と
い
う
人

は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
太
陽
は
光
の
源
な
の
で
す
。
信
仰
は

神
と
い
う
﹁
太
陽
﹂
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
信
仰
は
、
歴
史
に
お
け
る
神
の
啓
示
を

受
け
入
れ
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
信
仰
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

偉
大
な
奇
跡
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
本
当
に

神
の
神
秘
の
輝
き
を
こ
と
ご
と
く
受
け
入
れ
ま
す
。
神
は

人
間
に
近
づ
き
、
人
間
理
性
の
被
造
的
限
界
に
応
じ
て
神

を
知
る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
す
︵
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
﹃
神

の
啓
示
に
関
す
る
教
義
憲
章
﹄
13
参
照
︶。
同
時
に
神
は
、
恵
み

に
よ
っ
て
理
性
を
照
ら
し
、
新
た
な
は
か
り
し
れ
な
い
無

限
の
地
平
を
開
き
ま
す
。
だ
か
ら
信
仰
は
、
汲
み
つ
く
す

こ
と
の
で
き
な
い
真
理
と
存
在
を
見
い
だ
す
た
め
に
、
絶

え
ず
探
究
し
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
も
沈
黙
す
る
こ
と
も
な

い
よ
う
促
す
の
で
す
。
人
間
理
性
が
信
仰
の
教
義
︵
ド
グ
マ
︶

に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
説
く
、
一
部
の
現
代

思
想
家
の
偏
見
は
誤
り
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
伝
統
の
偉

大
な
教
師
た
ち
が
示
し
て
き
た
と
お
り
、
事
実
は
そ
の
反

対
で
す
。
⋮
⋮
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
合
理
的

な
探
究
の
努
力
は
、
キ
リ
ス
ト
の
真
理
と
出
会
う
た
め
の

意
味
の
あ
る
教
育
課
程
で
し
た
。
彼
は
い
い
ま
す
。﹁
信
じ

る
た
め
に
理
解
し
な
さ
い
。
そ
し
て
理
解
す
る
た
め
に
信

じ
な
さ
い
﹂︵﹃
説
教
43
﹄
：Serm

o 43 , 9, PL 38, 258

︶。
こ
れ

は
彼
自
身
が
人
生
で
体
験
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
の

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
神
の
啓
示
に
対
し
て
、
知
解
と
信

仰
は
、
無
関
係
な
も
の
で
も
対
立
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
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せ
ん
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
と
も
に
、
啓
示
の
意
味
を
理
解

し
、
そ
の
真
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
入
れ
、
神
秘
の
入
り

口
に
近
づ
く
た
め
の
条
件
で
す
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

は
、
他
の
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
著
作
家
と
と
も
に
、
信
仰

が
理
性
と
と
も
に
働
く
こ
と
、
信
仰
は
考
察
し
、
考
察
へ

と
招
く
こ
と
を
あ
か
し
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
方
向
に

従
っ
て
、
聖
ア
ン
セ
ル
ム
ス
は
﹃
プ
ロ
ス
ロ
ギ
オ
ン
﹄
で
、
カ

ト
リ
ッ
ク
信
仰
は
﹁
知
解
を
求
め
る
信
仰
﹂︵fides quaerens 

intellectum

︶
で
あ
る
と
述
べ
ま
す
。
知
解
を
求
め
る
こ
と

は
信
仰
の
中
で
行
わ
れ
る
行
為
な
の
で
す
。
特
に
こ
の
伝

統
を
最
も
徹
底
し
た
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
、
哲
学

者
た
ち
の
理
性
に
立
ち
向
か
い
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
の
原
理
と
真
理
に
接
ぎ
木
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間

の
思
考
に
新
た
な
合
理
的
活
力
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を

示
し
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
は
合
理
的

で
あ
り
、
ま
た
人
間
理
性
へ
の
信
頼
を
深
め
ま
すよ
。

だ
か
ら
信
仰
者
で
あ
っ
て
も
、
正
義
や
人
間
の
尊
厳
の
擁
護

に
関
わ
る
問
い
に
答
え
る
際
、
直
ち
に
﹁
福
音
に
照
ら
し
た
﹂

論
拠
︵
宗
教
的
議
論
︶
を
選
ぶ
の
で
な
く
、
多
元
的
な
世
俗
社
会

の
中
で
、
非
信
仰
者
も
含
め
た
他
者
と
の
議
論
に
耐
え
う
る
よ

う
な
合
理
的
議
論
を
行
う
必
要
が
あ
る

│
こ
れ
が
、
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
十
六
世
の
教
皇
職
が
残
し
た
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
つ

だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ア
ン
セ
ル
ム
ス
（
１
０
３
３
〜
１
１
０
９
年
）
の
彫
像
。
彼
が
１
０
９

３
年
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
大
司
教
を
務
め
た
英
・
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
大
聖

堂
に
立
つ
。
右
手
に
は
自
著
『
ク
ー
ル
・
デ
ウ
ス
・
ホ
モ
（
何
故
に
神

は
人
間
と
な
り
給
い
し
か
）』
を
抱
く
（from

 W
ikim

edia C
om

m
ons

）
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注︵
１
︶
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
の
詳
細
は
拙
稿
﹁
現
代
カ
ト
リ
シ
ズ
ム

の
公
共
性
﹂﹃
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
院
紀
要
﹄
第
四
号
︵
二

〇
一
三
年
︶、
五
九
-
七
四
頁
、﹁
自
著
紹
介　
﹃
普
遍
的
倫
理

の
探
求

│
自
然
法
の
新
た
な
展
望
﹄︵
教
皇
庁
国
際
神
学
委

員
会
、
岩
本
潤
一
訳
︶﹂﹃
宗
教
法
﹄
第
三
二
号
︵
二
〇
一
三
年
︶、

二
二
三
-
二
二
五
頁
、﹁
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十
六
世
の
平
和
の
神

学
﹂﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
﹄
第
八
二
号
︵
二
〇
一
三
年
︶、
一
二

九
-
一
六
〇
頁
、﹁
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
16
世
の
教
導
職
に
お
け
る

自
然
法
論
﹂﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
研
究
﹄
第
三
〇
号
︵
二
〇
一

三
年
︶、
一
-
一
二
頁
、﹁
現
代
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
自
然
法
論

│
最
近
の
動
向
﹂﹃
宗
教
法
﹄
第
三
三
号
︵
二
〇
一
四
年
︶、

二
七
-
五
八
頁
参
照
。

︵
２
︶﹃
現
代
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
思
想
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
。

︵
３
︶﹃
近
代
日
本
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム　

思
想
史
的
考
察
﹄
み
す
ず
書

房
、
一
九
九
三
年
。

︵
４
︶
山
本
芳
久
﹃
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
人ペ

ル

格ソ
ナ

の
存
在
論
﹄

知
泉
書
館
、
二
〇
一
三
年
参
照
。

︵
５
︶C

f. Pontifical C
ouncil for Justice and Peace, C

om
pendium

 of 
the Social D

octrine of the C
hurch, 2004.

︵﹃
教
会
の
社
会
教

説
綱
要
﹄
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
〇
九
年
︶

︵
６
︶C

f. Pontificia A
cadem

ia pro V
ita, L’em

brione um
ano nella 

fase del preim
pianto. Aspetti scientifici e considerazioni 

bioetiche, C
ittà del Vaticano 2006.

︵
邦
訳
﹃
着
床
前
の
段
階

の
ヒ
ト
胚　

科
学
的
側
面
と
生
命
倫
理
学
的
考
察
﹄
秋
葉
悦
子

訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
〇
八
年
︶

︵
７
︶
秋
葉
悦
子
﹃
ヴ
ァ
チ
カ
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
の
生
命
倫
理　

ヒ
ト

胚
の
尊
厳
を
め
ぐ
っ
て
﹄
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
五
年
、
同
﹃﹁
人
﹂

の
始
ま
り
を
め
ぐ
る
真
理
の
考
察
﹄
毎
日
ア
ー
ス
デ
イ
、
二
〇

一
〇
年
、﹃
人
格
主
義
生
命
倫
理
学　

死
に
ゆ
く
者
、
生
ま
れ

て
く
る
者
、
医
職
の
尊
厳
の
尊
重
に
向
け
て
﹄
創
文
社
、
二
〇

一
四
年
、
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
、
秋
葉
悦
子
﹃
人
間
の
尊
厳
と

生
命
倫
理
・
生
命
法
﹄
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
︵
特
に
第
二
章
︶、

Ｅ
・
ス
グ
レ
ッ
チ
ャ
﹃
人
格
主
義
生
命
倫
理
学
総
論　

諸
々
の

基
礎
と
生
物
医
学
倫
理
学
﹄
秋
葉
悦
子
訳
、
知
泉
書
館
、
二
〇

一
五
年
参
照
。

︵
８
︶Declaratio de abortu procurato: A

A
S 66 (1974 ), 730-47.

︵
邦

訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
一
九
七
五
年
︶

︵
９
︶D

onum
 vitae: A

A
S 80 (1988 ), 70-102.

︵
邦
訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク

中
央
協
議
会
、
一
九
八
七
年
︶

︵
10
︶Evangelium

 vitae: A
A

S 87 (1995 ), 401-522.

︵
邦
訳
︹
ペ
ト

ロ
文
庫
︺、
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
〇
八
年
︹
解
説
、

秋
葉
悦
子
︺︶

︵
11
︶D

ignitas Personae de Q
uibusdam

 Scientiae B
ioëticae Q

uaes-
tionibus: A

A
S 100 (2008 ), 858-87.

︵
邦
訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中

央
協
議
会
司
教
協
議
会
秘
書
室
研
究
企
画
訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中

央
協
議
会
、
二
〇
一
四
年
︶

︵
12
︶D

onum
 vitae: A

A
S 80 (1988 ), 78-79.

︵
邦
訳
、
二
五
-
二

六
頁
参
照
︶

︵
13
︶﹁
人
工
妊
娠
中
絶
と
安
楽
死
は
、
い
か
な
る
人
定
法
も
合
法
で
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あ
る
と
し
て
要
求
で
き
な
い
犯
罪
で
あ
る
﹂。

︵
14
︶Joseph Ratzinger now

 Pope Benedict X
V

I and M
arcello Pera, 

W
ithout Roots. The W

est, Relativism
, C

hristianity, Islam
. 

Forew
ard by G

eorge W
eigel, translated by M

ichael M
oore, 

N
ew

 York 2006, pp. 131-34. 

原
書
イ
タ
リ
ア
語
版
は
二
〇
〇

四
年
刊
行
。

︵
15
︶International Theological C

om
m

ission, C
om

m
union and 

Stew
ardship: H

um
an Persons C

reated in the Im
age of G

od.

︵
邦
訳
﹃
人
間
の
尊
厳
と
科
学
技
術
﹄
拙
訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中

央
協
議
会
、
二
〇
〇
六
年
︶

︵
16
︶C

om
m

issione Teologica Internazionale, Alla ricerca di 
un’etica universale: nuovo sguardo sulla legge naturale.

︵
邦

訳
﹃
普
遍
的
倫
理
の
探
求

│
自
然
法
の
新
た
な
展
望
﹄
拙
訳
、

カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
一
二
年
︶

︵
17
︶
Ｈ
・
Ｊ
・
マ
ル
ク
ス
﹁﹃
現
代
世
界
憲
章
﹄
解
説
﹂、
第
二
バ
チ

カ
ン
公
会
議
文
書
公
式
訳
改
訂
特
別
委
員
会
監
訳
﹃
第
二
バ
チ

カ
ン
公
会
議
公
文
書
改
訂
公
式
訳
﹄
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、

二
〇
一
三
年
、
八
〇
七
-
八
〇
八
頁
参
照
。

︵
18
︶
宮
川
俊
行
﹁
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
﹁
そ
れ
自
体
と

し
て
逸
脱
し
た
行
為
﹂﹂、
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
﹃
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
倫
理
思
想
﹄
創
文
社
、
一
九
九
九
年
、

二
八
七
-
三
〇
六
頁
参
照
。

︵
19
︶Jürgen H

aberm
as, Joseph R

atzinger, D
ialektik der Säkularis-

ierung. Ü
ber Vernunft und Religion. M

it einem
 Vorw

ort 
herausgegeben von Florian Schuller, Freiburg im

 B
reisgau 

2005/ 82011, S. 50-52.

︵
邦
訳
﹃
ポ
ス
ト
世
俗
化
時
代
の
哲
学

と
宗
教
﹄
三
島
憲
一
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
三
九
-

四
〇
頁
︶

︵
20
︶﹁
信
仰
、
理
性
、
大
学

│
回
顧
と
考
察
﹂
：A

A
S 98 (2006 ), 

728-39.

︵
邦
訳
﹃
霊
的
講
話
集
２
０
０
６
﹄
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央

協
議
会
司
教
協
議
会
秘
書
室
研
究
企
画
編
訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中

央
協
議
会
、
二
〇
〇
七
年
、
二
五
八
-
二
八
〇
頁
︶

︵
21
︶Ibid., 736-37.

︵
邦
訳
二
七
二
-
二
七
三
頁
︶

︵
22
︶Ibid., 738.

︵
邦
訳
二
七
五
頁
︶

︵
23
︶A

A
S 99 (2007 ), 243-46.

︵
邦
訳
﹃
霊
的
講
話
集
２
０
０
７
﹄

カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
司
教
協
議
会
秘
書
室
研
究
企
画
編

訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
〇
八
年
、
四
三
-
四
八
頁
︶

︵
24
︶Ibid., 243.

︵
邦
訳
四
四
頁
︶

︵
25
︶Ibid., 244.

︵
邦
訳
四
五
頁
︶

︵
26
︶Ibid.

︵
邦
訳
四
六
頁
︶

︵
27
︶Ibid., 245.

︵
邦
訳
四
七
頁
︶

︵
28
︶A

A
S 100 (2008 ), 331-38.

︵
邦
訳
﹃
霊
的
講
話
集
２
０
０
８
﹄

カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
司
教
協
議
会
秘
書
室
研
究
企
画
編

訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
〇
九
年
、
一
一
二
-
一

二
五
頁
︶

︵
29
︶Ibid., 334.

︵
邦
訳
一
一
七
-
一
一
八
頁
︶

︵
30
︶Ibid., 335.

︵
邦
訳
一
一
九
頁
︶

︵
31
︶A

A
S 103 (2011 ), 663-69.

︵
邦
訳
、
拙
稿
﹁
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク

ト
十
六
世
の
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
で
の
演
説
︵
翻
訳
と
解
説
︶﹂

﹃
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
福
祉
研
究
﹄
第
一
二
号
︹
二
〇
一
二
年
︺、
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一
七
三
-
一
八
九
頁
︶

︵
32
︶
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
・
ヨ
ン
パ

ル
ト
﹃
法
の
世
界
と
人
間
﹄
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
二
五

頁
﹁
法
実
証
主
義
の
根
本
主
張
を
よ
り
よ
く
明
ら
か
に
し
た
の

は
、
ベ
ル
ク
ボ
ー
ム︵K

arl B
ergbohm

, 1849

～1927

︶
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、﹃
極
悪
な
法
律
で
も
、
そ
れ
が
形
式
的
に
さ
え

正
し
く
作
ら
れ
て
い
れ
ば
、
拘
束
力
あ
る
も
の
と
見
做
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
﹄。
ま
た
、
も
っ
と
簡
潔
に
﹃
実
定
法
の
み
が

法
で
あ
り
、
そ
し
て
す
べ
て
の
実
定
法
は
法
で
あ
る
﹄。
こ
の

主
張
を
認
め
る
学
説
が
法
実
証
主
義
で
あ
り
、
こ
れ
を
認
め
な

い
学
説
が
自
然
法
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
﹂
参
照
。

︵
33
︶﹁
こ
の
よ
う
な
状
況
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
か
を
簡
単
に

お
示
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
の
根
本
的
な
理
由
は
、
存

在
︵
あ
る
︶
と
当
為
︵
べ
き
︶
の
間
に
は
架
橋
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
溝
が
あ
る
と
い
う
命
題
で
す
。
存
在
か
ら
当
為
を
帰
結

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
両
者
は
ま
っ
た
く
異
な
る
領
域

に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
間

に
、
実
証
主
義
的
な
自
然
本
性
理
解
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た

こ
と
に
あ
り
ま
す
。︵
Ｈ
・
ケ
ル
ゼ
ン
の
こ
と
ば
を
用
い
て
い

え
ば
︶
自
然
本
性
を
﹃
原
因
と
結
果
に
よ
っ
て
互
い
に
結
び
つ

い
た
事
実
の
集
合
﹄
と
み
な
す
な
ら
、
い
か
な
る
形
の
倫
理
的

な
指
示
も
そ
こ
か
ら
生
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
自
然
科

学
が
考
え
る
の
と
同
じ
よ
う
に
純
粋
に
機
能
的
な
意
味
で
自
然

本
性
を
理
解
す
る
、
実
証
主
義
的
な
自
然
本
性
概
念
は
、
道
徳

と
法
の
間
を
架
橋
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
す
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、

あ
ら
た
め
て
単
な
る
機
能
的
な
答
え
を
生
み
出
す
こ
と
し
か
で

き
ま
せ
ん
﹂︵op. cit., 666

︹
邦
訳
一
八
四
頁
︺︶。

︵
34
︶Ibid., 669.

︵
邦
訳
一
八
七
頁
︶

︵
35
︶﹃
普
遍
的
倫
理
の
探
求
﹄
一
一
六
︵
邦
訳
一
〇
八
頁
︶。

︵
36
︶﹁
神
学
生
へ
の
手
紙
︵
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
八
日
︶﹂
五
：

A
A

S 102 (2010 ), 795.

︵
邦
訳
、﹃
司
祭
職
﹄
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央

協
議
会
司
教
協
議
会
秘
書
室
研
究
企
画
編
訳
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中

央
協
議
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
三
五
頁
︶

︵
37
︶
こ
の
こ
と
ば
は
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の“ credibile est, quia 

ineptum
 est”  (D

e carne C
hristi 5.4 )

の
誤
引
用
と
し
て
知
ら
れ

る
。
教
皇
も
こ
れ
を
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
の
こ
と
ば
と
し
て
引

用
し
て
は
い
な
い
。

︵
38
︶﹁
一
般
謁
見
︵
二
〇
一
二
年
十
一
月
二
一
日
︶﹂
：L’O

sservatore 
Rom

ano, 22 novem
bre 2012, p. 8.

︵
教
皇
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
十

六
世
／
教
皇
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
﹃
信ク
レ
ド条

│
教
皇
講
話
集
﹄
カ
ト

リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
司
教
協
議
会
秘
書
室
研
究
企
画
編
訳
、
カ

ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会
、
二
〇
一
四
年
、
五
九
-
六
一
頁
︶

︵
い
わ
も
と 

じ
ゅ
ん
い
ち
／
前
・
カ
ト
リ
ッ
ク
中
央
協
議
会

主
任
研
究
員
、
現
・
日
本
聖
書
協
会
翻
訳
部
主
任
︶

※
２
０
１
５
年
10
月
１
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。


